
猟路の池の位置
（『榛原の万葉歌』）

5月 3日は憲法記念日
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猟か
り
じ路
の
池
は
、
榛
原

　
前
回
の
歌
に
続
く
万
葉
歌
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

ひ
さ
か
た
の

　天
（
あ
ま
）
ゆ
く
月
を

網
に
刺
し

　わ
ご
大
王
（
お
お
き
み
）
は

　

蓋
（
き
ぬ
が
さ
）
に
せ
り

（『
万
葉
集
』
巻
三
・
二
四
〇
）

大
王
（
お
お
き
み
）
は

　神
に
し
ま
せ
ば

　

真
木
（
ま
き
）
の
立
つ

　荒
山
中
（
あ
ら
や

ま
な
か
）
に

　海
を
成
（
な
）
す
か
も

（『
万
葉
集
』
巻
三
・
二
四
一
）

　
こ
れ
ら
の
歌
も
天
武
天
皇
の
第
四
皇
子
の
長

皇
子
が
猟
路
の
池
に
遊
猟
（
狩
猟
）
に
出
か
け

た
時
に
柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
で
、
二
四
〇

の
歌
は「
わ
が
大
王（
長
皇
子
）は
、神
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
ら
、
大
空
を
行
く
月
を
網
に
と
ど
め

取
り
、
わ
が
大
王
は
、
そ
れ
を
蓋
に
し
て
お
い

で
で
あ
る
。」
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
四
一
の
歌
は
「
わ
が
大
王
（
長
皇
子
）
は
、

神
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
真
木
（
杉
や
桧
）

の
立
っ
て
い
る
人
気
（
ひ
と
け
）
の
な
い
荒
々

し
い
山
の
中
で
も
海
（
猟
路
の
池
）
を
お
造
り

に
な
る
こ
と
よ
。」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま

す
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
）。

　
こ
こ
で
は
、
月
を
蓋
（
皇
族
な
ど
に
後
ろ
か

ら
さ
し
か
け
る
長
柄
の
か
さ
）
に
、
猟
路
の
池

を
海
に
見
立
て
て
、
長
皇
子
の
偉
大
さ
を
称
え

て
い
ま
す
。

　「
猟
路
の
池
」
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
古
く

か
ら
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
歌
に
「
荒
山
中
に

海
を
成
す
か
も
」
と
あ
る
よ
う
に
山
深
い
と
こ

ろ
で
は
あ
る
も
の
の
、
あ
る
程
度
の
広
い
池
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
ま
で
多
く
の
文
献

で
は
、
地
名
か
ら
桜
井
市
鹿
路
（
ろ
く
ろ
）
説

が
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
は
狭
い
谷
地

形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
歌
に
あ
る
よ
う
な
大
き

な
池
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。

　
榛
原
に
は
、
浦
の
つ
く
小
字
名
や
水
に
関
係

し
た
小
字
名
が
幾
つ
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

小
字
名
と
地
形
と
の
関
係
を
検
討
す
る
と
、
萩

原
を
中
心
に
長
峰
・
福
地
・
篠
楽
・
五
津
・
上

井
足
・
下
井
足
に
か
け
て
お
お
き
な
池
（
湿
地
）

が
想
定
で
き
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
「
猟
路
の
池
」

榛
原
説
な
の
で
す
（
鳴
上
善
治
一
九
八
四
　『
榛

原
の
万
葉
歌
』）。

　
田
植
え
の
頃
、
鳥
見
山
の
中
腹
か
ら
南
方
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
か
つ
て
の
「
猟
路
の
池
」
が

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

文
・
柳
澤
一
宏
（
文
化
財
課
）

62

　
日
本
国
憲
法
は
、
昭
和
22

年
５
月
３
日
に
施
行
、
今
年

で
70
年
に
な
り
ま
す
。
憲
法

と
い
う
と
、
難
し
い
話
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
実
は
私
た
ち

の
暮
ら
し
に
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
憲
法
に
は
、「
国
民
主
権
」「
平
和

主
義
」「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
と
い

う
三
大
原
則
と
「
納
税
の
義
務
」「
勤

労
の
義
務
」「
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義

務
」
と
い
う
国
民
の
三
大
義
務
が
う

た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
で
も
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
は
、

一
番
憲
法
を
身
近
に
感
じ
る
部
分
で
、

人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る

自
由
で
平
等
に
生
き
る
権
利
な
ど
を

大
切
に
し
よ
う
と
い
う
原
則
で
す
。

　
人
は
誰
の
持
ち
物
で
も
な
く
奴
隷

の
よ
う
に
無
理
に
働
か
せ
た
り
、
閉

じ
込
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自

由
に
お
金
を
稼
ぎ
、
財
産
が
守
ら
れ
、

ど
の
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
も
、
信
じ

な
い
こ
と
も
、
ま
た
心
の
中
で
自
由

に
考
え
た
り
、
自
分
の
考
え
を
み
ん

な
の
前
で
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
人
は
誰
も
が
、
幸
せ
な
生
活
を
送

り
た
い
と
願
い
、
男
と
か
女
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
生
ま
れ
た
国
や
場
所
な

ど
に
よ
っ
て
、
特
別
に
不
利
な
扱
い

を
し
て
は
い
け
な
い
し
、
そ
の
よ
う

に
扱
わ
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
教
育
を
受
け
、
健
康
で
文
化
的
な

生
活
を
営
み
、
働
く
人
が
、
給
料
や

働
く
条
件
を
職
場
と
話
し
合
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
他
に
も
、
国
や
自
分
た
ち
が
住
む

地
域
で
、
こ
れ
ら
の
原
則
が
守
ら
れ

る
よ
う
話
し
合
う
代
表
を
自
分
た
ち

で
選
ん
だ
り
、
選
ば
れ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
定
の

年
齢
に
な
る
と
、
誰
も
が
で
き
ま
す
。

　
一
部
を
紹
介
し
た
だ
け
で
す
が
、

憲
法
に
は
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
非

常
に
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
何
を
し

て
も
い
い
わ
け
で
は
な
く
、
大
勢
の

人
に
迷
惑
を
か
け
た
り
、
人
の
幸
せ

を
邪
魔
す
る
場
合
は
制
限
さ
れ
ま
す
。

　
昨
年
は
、
障
害
者
差
別
解
消
法
や

部
落
差
別
解
消
推
進
法
が
施
行
さ
れ

ま
し
た
が
、
社
会
に
は
ま
だ
、
憲
法

に
う
た
わ
れ
て
い
る
理
想
が
実
現
で

き
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

　
憲
法
の
理
想
に
少
し
で
も
近
づ
け

る
よ
う
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
の
努
力

を
続
け
る
こ
と
で
、
み
ん
な
が
安
心

で
き
る
住
み
よ
い
社
会
を
築
い
て

い
け
る
の

で
は
な
い

で
し
ょ
う

か
。

「
憲
法
」
の
こ
と
、
知
っ
て
る
?


